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ったといわれます。そこから、化
け し ょ う し つ

粧室、
更
こ う い し つ

衣室、手
て あ ら い ば

洗場、洗
せ ん め ん じ ょ

面所などの言葉が
生まれたようです。
　フランス語の「T

ト ワ レ

oilette」が英語化し
た言葉で、トワレは「布」を意味する「ト
ワレ（Toile）」から生まれました。手を
洗ってタオルで拭くことが、トイレの意
に転用されたのです。従って、タオル
が一般化する１８世紀頃からの言葉と考
えられます。

13W.C.（ダブリュー・シー）
　　W

ウ ォ ー タ ー

ater C
ク ロ ゼ ッ ト

losetの略語です。「水」
「水に流す」という意味の言葉と、「小
部屋」「密室」「押入」という意味の言葉
の合成語で、水洗式トイレ、あるいは
日本の川屋に相当します。最も広く世
界に通用する言葉ともいわれます。

14Rest Room（レスト・ルーム）
　「休

きゅうけいしつ

憩室」を意味します。ただし、会
社、劇場などで、従業員や客のために、
便所、洗面所などが備えられた休憩室
のことです。

15Lavatory（ラバトリー）
　「洗い流す」という意味から、「洗面
所」「化粧室」として、また、ホテルな
どの「共同洗面所」のことを示すことも
多い、イギリスでよく使われる言葉で
す。遠回しに便所のことを言いたい時
に使われるようです。同様な言葉に「ラ
トリン」があります。

16Loo（ルー）
　イギリスの俗語でトイレを意味しま
す。公衆トイレをa

ア

 p
パ ブ リ ッ ク

ublic l
ル ー

ooなどと
いいます。

17Convenience（コンビニエンス）
　「便利なもの」という意味から、イギ
リスでの公衆トイレの俗語となりまし
た。日本で言う「便所」に通じるところ
があるでしょう。

18Privy（プリビイ）
　p

プ ラ イ バ シ ー

rivacyと同義語で内密の、個人的

な秘め事といった意味から、個室であ
るトイレも示すようになりました。日本
でいえば「憚

はばか

り」に等しいイギリスの古
語です。

19Back－House（バックハウス）
　外

そ と べ ん じ ょ

便所の意味があります。日本の
「後

こ う か

架」に相当する言葉で、家の奥や後
ろに造られた、離

は な

れのトイレをいいます。

20Comfort Station, Comfort 　
Room（カンフォート・ステーション、　
カンフォート・ルーム）
　体を楽にする場所、気持ちの良い場
所といった意味で、アメリカで公衆トイ
レを示します。

21Necessary Room（ネセサリー・
　ルーム）
　なくてはならない必要な部屋という実
感のこもった言葉です。イギリスの方言
ともいわれます。

22０（ヌール）
　ドイツのホテルでは、トイレに０（０号
室）と表示していることがあるそうです。

23Escargot（エスカルゴ）
　フランスの公衆トイレの愛称です。ぐ
るぐる回って入っていく構造がカタツム
リの穀

か ら

に似ているところからこう呼ばれ
ます。

24Servizio（セルベッチオ）
　本来はサービスの意味がありますが、
イタリアでは公衆トイレの意味にも使わ
れています。

　イタリアのビール工場を見学し、ビー
ルをたくさん御馳走になったので尿意を
もよおし「トイレはどこですか？（ドンデ・
エステ・セルベッチオ？）」とたずねたと
ころ、イタリア語のビール＝セルベッサ
がセルベッチオに似ていたため、再びビ
ール試飲場に案内されて閉口したとい
うのは、故・西岡秀雄当館館長のうそ
のような本当の体験談です。

25Shangri－La（シャングリラ）
　イギリスの作家ジェームス・ヒルトン
の小説『失われた地平線』に出てくる地
上の楽園、つまり無

む ゆ う き ょ う

憂郷のことです。
後に、空軍の秘密基地の隠語にもなり
ましたが、米軍将兵の間では俗語として
トイレの意味にも使われていました。
　第二次世界大戦も終わりに近づいた
頃、イギリスの国会で「日本を爆撃する
連合軍機が、どこから発進しているの
か」という不

ふ け ん し き

見識な質問をした議員に対
して、チャーチル首相は国防上の機密
を配慮して、即座に「シャングリラ」と答
え、会場は大爆笑したという話がありま
す。なお、研究社『新英語辞典』には、「シ
ャングリラ」を日本爆撃の米軍航空隊秘
密発信基地の隠語として初めて用いた
のは、アメリカのルーズベルト大統領だ
と記されています。

26解憂所（へウソ）
　韓国、済

ち ぇ じ ゅ と う

州島木石苑のトイレ標示に
書かれていました。憂

う れ

い（心配事）を解
く所といった意味でしょうか。

27洗手間（サイサウカン）
台湾、高雄市澄清湖畔にあった標示です。
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このコーナーでは、「トイレ文化」
に注目し、トイレに関する興味深い
文献をご紹介致します。

古今東西トイレよもやま話

　古今東西、トイレを表す言葉はた
くさんありますが、その中からいく
つかを紹介してみましょう。

1かわや（川屋、厠）
　「川のほとりの、あるいは川の上の小
屋」という意味があります。川の上にト
イレを造り、水の流れで排泄物を流して
しまおうとする、天然の水洗トイレとい
えるでしょう。
　「かわや」が最初に文献に現れるのは
「古事記」（712年）ですが、ここでは
「厠」が使われています。中国で「厠」
の字はトイレのことですが、「厂」は屋
根を、それが被せられている「則」は側

そ ば

とか傍
そ ば

を表すことから、離れ屋とも解釈
されます。これと同様にトイレは母

お も や

屋の
側に造ったので、側

か わ や

屋といったのではな
いかという説もあります。しかし、川屋
という言葉がもつトイレ本来の構造上の
意味を振り返ると、これらは、後世の
家屋配置から想像された説ではないか
と考えられます。

2ちょうずば（手水場）
　本来は、神社などで手を清める場所
のことでしたが、終わってから手を洗う
場所の意味になり、トイレを表すように
なったといわれます。「手

ち ょ う ず

水」と略され
ることもあります。

3せっちん（雪隠）
　中国から伝わったトイレの呼び名とい
われます。そのいわれには次のような
説があります。
（１）禅

ぜ ん で ら

寺に「西浄（せいじん・せいじょ
う・せいちん）」というトイレがあり
ます。この読みの一つ「せいちん」
が縮まって発音され、雪隠と宛

あ て じ

字

されたという説。
（２）中国・宋時代に雪

せ っ と う め い か く ぜ ん じ

竇明覚禅師と
いう名僧がおりました。若い頃、
霊
れ い い ん じ

隠寺で修業した際に、トイレを掃
除する役目を務め、その最中に悟
りを開いたそうです。そのことか
ら、厠の和

お し ょ う

尚さんという親しみを
込めて、和尚さんの名前から「雪」、
寺の名前から「隠」をとって、雪隠
の呼び名が生まれたという説。

4とうす（東司）、せいじん・せいじ　
　ょう（西浄）
　禅

ぜんしゅう

宗では、役僧をその職によって
両
りょうはん

班に分けますが、それぞれ、仏殿等
で座る位置によって、東

と う じ ょ

序・西
せ い じ ょ

序と呼ば
れます。東司は東序の人が、西浄は西
序の人が用いるトイレのことです。
　このことばが武家社会に入り、トイレ
を東司あるいは西浄と呼ぶようになった
といわれます。

5こうか（後架）
　禅寺で、僧堂の後ろに掛け渡して設
けられた洗面所のことです。しかし、こ
の側にトイレがあるところから、転じて
トイレの意味を持つようになりました。

6こうやさん（高野山）
　高野山・金

こ ん ご う ぶ じ

剛峯寺は、816年、空海
が真

しんごんしゅう

言宗の総本山として創建しました。
ここでは、高野山の谷より流れ出た清
水を井戸に貯えた後、これを竹

た け づ つ

筒で
僧
そ う ぼ う

坊の台所、洗い場、風呂、そしてト
イレに流し利用しました。このトイレは、
巧みな構造とともに、川屋式トイレ（水
洗式トイレ）として有名になり、いつし
かトイレのことを「こうやさん」と呼ぶよ
うになりました。江戸時代の上方（京阪

神地方）で「コーヤ」と言えばトイレのこ
とでした。
　また、この呼び名は、お坊さんにな
るには「髪を剃る」、つまり「紙を落と
す」に掛けているといわれる他、「カワ
ヤ」の発音が、「カーヤ」→「コーヤ」と
変化したともいわれます。

7はばかり（憚）
　「人目を憚る」つまり「人の目を避け
て遠慮して用を足す場所」の意味から、
こう呼ばれるようになりました。婦人や
上品な家庭でよく使われたようです。

8かんじょ（開所）
　本来は、「人

ひ と け

気のない静かな場所」と
いう意味ですが、一人で閑

ひ ま

をかけて入
る場所といったところでしょうか。語源
は、鎌倉時代の武士や官僚の用語であ
ったといわれますが、会議で都合の悪
い時や暇潰しをする時、トイレに逃げ込
むことをいうのだそうです。

9ごふじょう（御不浄）
　不浄とは不潔ということです。しかし、
日本人はトイレを頭から汚い場所と極

き わ

め
付けてしまったものの、なくては困ると
ころから、敬称を付けてみたり、神仏
を祀

ま つ

る習慣も生まれました。

10べんじょ（便所）
　便所の「便」は「便利」が語源とされ
ています。便利とは「うまく役立つこ
と」ですが、転じて「たよりになる」とい
う意味になります。つまり、便所とは、
用を足すのにたよりになる場所というこ
とでしょうか。１５世紀後半にはすでに
使われている古い言葉のようです。

11トイレ・おトイレ
　英語のT

ト イ レ ッ ト

oiletの略で、外国では一般
に通用しない和製英語です。ちなみに、
おトイレを「音入れ」と読んで「録音室」
とシャレることもあります。

12Toilet（トイレット）
　本来は「身だしなみ」という意味があ


